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絶
滅
品
種
―
古
典
的
な
マ
ル
ク
ス
派

（
現
代
の
）
資
本
制
経
済
は
労
働
力
の
（
再
）

商
品
化
つ
ま
り
は
人
間
を
あ
た
か
も
「
モ
ノ
」

で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
う
傾
向
を
強
め
て
い

る
。
そ
れ
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
社
会
の
動
き
と

資
本
制
経
済
に
固
有
の
矛
盾
や
諸
問
題
そ
れ
自

体
の
分
析
･
批
判
に
向
か
お
う
と
す
る
関
心
が

強
い
。
最
近
は
、
こ
う
し
た
問
題
関
心
を
共
有

す
る
研
究
者
が
減
る
一
方
の
よ
う
で
、
心
寂
し

い
限
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
今
や
ほ

と
ん
ど
絶
滅
品
種
で
あ
り
な
が
ら
、
残
念
な
こ

と
に
「
天
然
記
念
物
」
と
し
て
保
存
の
動
き
す

ら
み
ら
れ
な
い
広
い
意
味
で
古
典
的
な
マ
ル
ク

ス
派
に
属
し
て
い
る
（
と
思
う
）。
最
近
で
は

1

ヘ
ゲ
モ
ニ
ー2

を
重
視
す
る
グ
ラ
ム
シ
ア

ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
親
近
感
を
感
じ
て
い
る
。

古
典
的
マ
ル
ク
ス
派
を
自
称
す
る
の
は
お
こ

が
ま
し
い
の
で
、
マ
ル
ク
ス
原
理
派
・
我
流
派

な
ど
と
い
っ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
派
と
い
っ
て

も
（
私
と
し
て
は
、
正
確
に
は
、1

で
あ
る
が

ゆ
え
に2

と
い
い
た
い
の
で
あ
る
が
）、
昔
も

今
も
「
教
条
派
」
で
は
な
い
積
も
り
で
あ
る
。

客
観
的
に
み
て
ど
う
な
の
か
は
無
論
わ
か
ら
な

い
が
、
最
先
端
の
民
主
主
義
と
の
接
合
を
意
識

す
る
マ
ル
ク
ス
派
の
積
も
り
な
の
で
あ
る
。

お
こ
と
わ
り
―
以
下
は
、
私
の
「
研
究
」

（
成
果
は
論
文
そ
の
他
と
な
っ
て
現
れ
る
）
と

い
う
よ
り
は
む
し
ろ
「
研
究
し
た
い
」
こ
と
、

い
わ
ば
構
想
（
妄
想
？
）
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義

資
本
主
義
を
「
世
界
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
捉

え
る
方
法
が
一
時
期
流
行
し
た
。
こ
の
こ
と
が

示
す
よ
う
に
、
資
本
制
経
済
は
も
と
も
と
各
国

経
済
の
単
な
る
寄
せ
集
め
で
は
な
い
。「
世
界

シ
ス
テ
ム
」論
の
中
身
の
問
題
は
別
に
し
て
も
、

シ
ス
テ
ム
と
い
う
こ
と
ば
に
は
メ
カ
ニ
ッ
ク
な

響
き
が
あ
り
、
私
自
身
は
使
わ
な
い
が
。

と
こ
ろ
で
１
９
９
０
年
代
に
入
る
と
グ
ロ
ー

バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
い
う
こ
と
ば
が
流
行
し
、
投

資
フ
ァ
ン
ド
の
総
帥
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
ソ

ロ
ス
の
『
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
の
危
機
』
や

ロ
バ
ー
ト
・
ギ
ル
ピ
ン
の
『
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本

主
義
の
挑
戦：

21
世
紀
の
世
界
経
済
』（
邦
訳

タ
イ
ト
ル
は
『
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義：

危
機

か
繁
栄
か
』）
な
ど
も
発
行
さ
れ
た
。

私
の
研
究
対
象
も
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、

「
国
際
経
済
」
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
と

も
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
一
体
性
･
統
合
化

の
進
ん
だ
現
代
の
世
界
経
済
で
あ
る
。
ボ
ー
ダ

レ
ス
経
済
と
も
い
わ
れ
、
国
家
の
「
退
場
」
も

議
論
さ
れ
た
が
、
近
代
主
権
国
家
の
役
割
は
依

然
と
し
て
巨
大
で
あ
り
、
一
面
で
は
ま
す
ま
す

強
化
さ
れ
て
き
た
と
も
い
え
る
。
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
に
変
容
す
る
動
態
的
な
世
界
「
秩
序
」
の
背

後
に
あ
る
の
は
、
各
国
の
政
治
経
済
的
交
渉
力

で
あ
り
、
力
学
だ
か
ら
で
あ
る
（
と
思
う
）。

ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド

グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
を
対
象
と
し
、
そ
の

実
態
の
〈
批
判
〉
が
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
。
と

い
っ
て
も
、
こ
れ
で
は
漠
然
と
し
す
ぎ
て
い
る

の
で
、
ガ
ッ
ト
（
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
）
時
代
の
最
後
の

多
角
的
な
交
渉
と
な
っ
た
ウ
ル
グ
ア
イ
･
ラ
ウ
ン

ド
を
取
り
上
げ
、
そ
の
結
果
１
９
９
５
年
に
成
立

し
た
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（W

orld
T
rade

O
rganization

世
界
貿
易
機
関
）
体
制
と
は
何
か
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

主
権
国
家
を
主
体
と
す
る
通
商
交
渉
お
よ
び

そ
の
結
果
締
結
さ
れ
た
諸
協
定
は
、
い
わ
ば
国

際
政
治
と
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
結
び
目
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
私
の
問
題
関
心
に
と
っ
て
好
都

合
な
対
象
で
あ
る
。

イ
ン
ド
や
ブ
ラ
ジ
ル
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
南

の
側
か
ら
―
と
い
っ
て
も
も
ち
ろ
ん
一
枚
岩
で

は
な
い
が
―
、
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
の
結

果
に
つ
い
て
荒
っ
ぽ
い
分
析
・
評
価
を
し
た
こ

と
が
現
在
の
研
究
の
出
発
点
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
工
業
品
、
農
産
物
、
繊
維
・

衣
類
な
ど
の
市
場
ア
ク
セ
ス
（
自
由
化
）
問
題
、

紛
争
解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
強
化
、
特
別
か
つ
異

な
る
待
遇
原
則
の
具
体
化
、
の
主
と
し
て
３
つ

の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ウ
ル

グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
が
、
南
の
側
か
ら
見
れ
ば

「
全
面
的
に
不
均
衡
な
国
際
交
渉
の
奇
妙
な
例
」

で
「
反
開
発
的
な
性
格
」
を
持
っ
て
い
る
こ
と

を
、
実
証
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

「
貿
易
関
連
」
？
知
的
財
産
権

現
在
の
研
究
は
、
そ
の
こ
と
を
Ｗ
Ｔ
O
諸
協

定
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
貿
易
関
連
」
知
的
財
産

権
協
定
の
分
析
を
通
じ
て
、
よ
り
具
体
的
に
よ

り
深
く
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
「
自
由
化
」
と

知
的
財
産
権
の
「
保
護
」
は
い
か
な
る
関
係
に

あ
る
の
か
を
問
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
偽
ブ
ラ
ン
ド
品
の
貿
易
な
ど
を
別

に
す
れ
ば
、
特
許
、
商
標
、
著
作
権
な
ど
の
実

質
的
に
知
的
財
産
権
そ
れ
自
体
が
ガ
ッ
ト
の
交

渉
課
題
と
な
っ
た
こ
と
自
体
が
「
奇
妙
な
」
こ

と
で
あ
る
。
知
的
財
産
権
に
関
わ
る
諸
問
題
を

扱
う
国
際
機
関
と
し
て
、
す
で
に
世
界
知
的
所

有
権
機
関
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
交
渉
の
結
果
、
北
の
諸
国
に
ほ
ぼ
共
通

す
る
知
的
財
産
権
制
度
が
、
南
の
側
を
含
め
て

世
界
全
体
に
拡
大
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
背
後
に
あ
る
の
は
北
の
多
国
籍
企
業
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
工
業
化
著
し
い
タ
イ
が
受

理
し
た
特
許
出
願
５
０
０
０
件
余
り
の
う
ち
４

４
０
０
件
以
上
は
、
日
本
そ
の
他
の
北
の
諸
国

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
（
１
９
９
９
年
）。
一

部
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
が
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
を
間
違
っ
た
貿

易
機
関

W
ron
g
T
rad
e
O
rgan

ization

・

世
界
の
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
企
業
の
組
織

W
orld

T
ran
sn
ation

al ’s
O
rgan

ization

な
ど
と
呼
ん
で
い
る
の
は
、
荒
唐
無
稽
な
こ
と

で
は
な
い
こ
と
を
実
証
的
に
示
し
た
い
と
考
え

て
い
る
。

私
の
授
業
―
「
貿
易
論
」

主
に
１
年
次
生
を
対
象
と
し
た
「
貿
易
論
」

そ
の
他
を
担
当
し
て
い
る
。
と
い
っ
て
も
貿
易

の
「
理
論
」
を
教
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、

私
に
そ
の
能
力
も
な
い
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、

リ
カ
ー
ド
の
い
わ
ゆ
る
比
較
生
産
費
説
（
あ
る

い
は
比
較
優
位
論
）
に
ま
っ
た
く
触
れ
な
い
わ

け
に
も
い
か
な
い
。

ち
ょ
っ
と
極
論
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
あ
る

意
味
で
は
私
の
授
業
の
核
心
は
、「
自
由
貿
易
」

を
基
礎
づ
け
不
変
の
真
理
と
も
さ
れ
る
比
較
生

産
費
説
が
、
現
実
の
世
界
貿
易
の
動
き
を
分
析

す
る
上
で
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
こ
と
を
語

ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
を
、
戦
後
過
渡
期
か
ら
現
在
ま
で
の
実
際
の

貿
易
の
あ
り
方
や
南
の
立
場
か
ら
み
る
こ
と
で

示
そ
う
と
し
て
い
る
。

ほ
と
ん
ど
必
修
に
近
い
貿
易
論
の
単
位
を
取

る
た
め
に
（
多
く
の
学
生
に
と
っ
て
き
わ
め
て

切
実
な
問
題
で
あ
る
が
）、
正
し
い
（
教
え
ら

れ
た
）
知
識
を
覚
え
る
と
い
う
態
度
を
何
と
か

変
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
難
し
い
。
本
来

も
っ
て
い
る
は
ず
の
好
奇
心
に
、
火
を
つ
け
る

に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。
悩
む
ば
か
り
の

日
々
で
す
。

（
し
ま
だ
　
た
く
み
）

■ 私の研究・私の授業 □□ 私の研究・私の授業 ■

WTO体制とは何か？
―誰のための知的財産権協定か―

嶋田　巧
（大学商学部助教授）



私
の
研
究
・
私
の
授
業

55

構
文
を
〈
学
習
〉
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。

こ
こ
で
〈
学
習
〉
と
括
弧
付
き
で
書
い
た
の
は
、

私
た
ち
に
は
１
歳
や
２
歳
の
時
の
自
分
に
も
う

一
度
戻
っ
て
新
し
い
言
語
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と

が
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
世
界
と
い
う
も
の
を

十
分
経
験
し
、
そ
の
反
映
と
し
て
の
概
念
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
す
で
に
頭
の
中
に
持
っ
た
大
人
に

は
、
何
で
あ
れ
新
し
い
事
柄
を
完
全
に
ボ
ト
ム

ア
ッ
プ
な
形
で
習
得
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の

で
す
。
そ
こ
で
、
外
国
語
の
学
習
者
に
と
っ
て

の
フ
ァ
ー
ス
ト
ス
テ
ッ
プ
は
、
や
は
り
こ
と
ば

を
客
観
的
な
知
識
と
し
て
学
ぶ
こ
と
と
な
り
ま

す
。し

か
し
、
努
力
し
て
覚
え
た
語
彙
や
構
文
を

「
生
き
た
こ
と
ば
」
と
し
て
機
能
さ
せ
る
た
め

に
は
さ
ら
な
る
ス
テ
ッ
プ
が
必
要
で
す
。
そ
れ

は
知
識
と
し
て
の
こ
と
ば
を
、
話
者
自
身
の
主

体
的
な
経
験
や
感
覚
と
結
び
付
け
る
プ
ロ
セ
ス

で
す
。
こ
れ
を
経
な
い
限
り
、
い
か
な
る
言
語

表
現
も
本
来
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
認
知
言
語
学
で
は
こ
の
よ
う
な
結
び
付

け
を
「
グ
ラ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
」
と
呼
ん
で
い
ま

す
。こ

と
ば
を
グ
ラ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
す
る
た
め
に

は
、
そ
の
こ
と
ば
が
意
味
す
る
も
の
を
１
人
称

的
に
把
握
で
き
る
こ
と
が
前
提
と
な
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
外
国
語
で
もa

p
p
le,
p
en
cil

と
い
っ
た
身
近
で
具
体
的
な
物
を
表
す
語
や
、

kick,
w
alk

と
い
っ
た
身
体
的
行
為
を
表
す
語

を
理
解
し
た
り
使
用
し
た
り
す
る
こ
と
が
さ
ほ

ど
難
し
く
な
い
こ
と
か
ら
分
か
り
ま
す
。
一
方

で
、
時
制
、
仮
定
、
判
断
、
評
価
な
ど
に
関
す

る
表
現
を
完
全
に
身
に
付
け
る
と
い
う
の
は
大

変
に
困
難
な
こ
と
で
す
。
私
た
ち
に
と
っ
て
、

事
物
に
新
し
い
名
前
を
付
け
る
の
は
何
で
も
な

い
こ
と
で
す
が
、
新
た
な
「
物
の
理
」
を
理
解

し
、
さ
ら
に
そ
れ
に
よ
っ
て
世
界
を
捉
え
な
お

す
と
い
う
の
は
決
し
て
容
易
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。認

知
言
語
学
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
表
現
の
意
味

を
イ
メ
ー
ジ
・
ス
キ
ー
マ
と
し
て
表
し
て
い
き

ま
す
。
こ
れ
は
人
間
の
こ
こ
ろ
の
働
き
に
お
い

て
最
も
基
本
的
で
、
そ
の
存
在
が
も
は
や
疑
い

得
な
い
レ
ベ
ル
の
意
味
要
素
を
用
い
て
こ
と
ば

を
分
析
・
記
述
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
方
法
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
言

語
に
よ
る
表
現
形
式
の
差
異
は
、
人
間
と
し
て

の
共
通
の
意
味
基
盤
か
ら
、
よ
り
高
次
の
意
味

へ
と
至
る
経
路
の
違
い
と
み
な
す
こ
と
が
で
き

ま
す
。
そ
れ
な
ら
ば
言
語
間
で
ど
れ
だ
け
の
差

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
起
点
が
特
定
さ
れ
て
い

る
限
り
、
各
経
路
を
論
理
的
に
辿
っ
て
い
く
こ

と
が
可
能
な
は
ず
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
成
果

を
外
国
語
教
育
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
外
国
語
に
お
け
る
「
物
の
理
」
を
、
今
ま

で
よ
り
正
確
か
つ
自
然
な
形
で
学
習
者
に
示
し

て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

も
ち
ろ
ん
、
ど
れ
だ
け
正
確
な
イ
メ
ー
ジ
・

ス
キ
ー
マ
を
示
し
た
と
し
て
も
、
学
習
者
の
中

で
そ
れ
が
主
体
的
な
経
験
や
感
覚
と
結
び
つ
か

な
い
限
り
「
生
き
た
こ
と
ば
」
と
は
な
り
ま
せ

ん
。そ
こ
に
は
客
体
的
対
象
と
し
て
の
知
識
と
、

主
体
的
存
在
と
し
て
の
経
験
・
感
覚
と
い
う
、

近
く
て
遠
い
対
立
関
係
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
認
知
言
語
学
は
こ
の
種
の
対

立
関
係
に
つ
い
て
、
一
貫
し
て
大
き
な
関
心
を

払
っ
て
き
ま
し
た
。
現
代
科
学
の
い
わ
ゆ
る
ハ

ー
ド
・
プ
ロ
ブ
レ
ム
に
属
す
る
問
題
で
す
が
、

少
な
く
と
も
語
彙
や
構
文
と
の
関
連
に
お
い
て

は
、か
な
り
進
ん
だ
理
論
を
構
築
し
て
い
ま
す
。

遠
く
な
い
将
来
、
外
国
語
を
本
当
の
意
味
で

「
生
き
た
こ
と
ば
」
と
す
る
た
め
の
方
法
論
が

認
知
言
語
学
か
ら
提
唱
さ
れ
る
こ
と
は
大
い
に

あ
り
得
る
と
言
え
ま
す
。

お
わ
り
に

以
上
、
認
知
言
語
学
と
外
国
語
教
育
の
接
点

に
つ
い
て
、
研
究
者
／
語
学
教
員
と
し
て
そ
の

両
方
を
専
門
と
す
る
者
の
観
点
か
ら
論
じ
て
み

ま
し
た
。
こ
の
境
界
線
上
の
領
域
で
の
思
索
と

実
践
と
を
今
後
も
行
っ
て
い
く
こ
と
で
、
認
知

言
語
学
の
研
究
を
さ
ら
に
前
進
さ
せ
る
と
と
も

に
、
本
学
の
外
国
語
教
育
の
充
実
・
発
展
に
貢

献
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
は
せ
べ
　
よ
う
い
ち
ろ
う
）
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認
知
言
語
学
と
は

認
知
言
語
学
と
は
、
簡
単
に
言
え
ば
「
こ
と

ば
」
と
「
こ
こ
ろ
」
の
結
び
付
き
を
探
る
学
問

分
野
で
す
。
70
年
代
後
半
に
レ
イ
コ
フ
や
ラ
ネ

カ
ー
と
い
っ
た
研
究
者
ら
に
よ
っ
て
提
唱
さ

れ
、
数
々
の
重
要
な
成
果
と
と
も
に
現
在
ま
で

発
展
し
て
き
ま
し
た
。

認
知
言
語
学
で
は
「
言
語
の
本
質
は
生
得
的

な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
普
遍
文
法
に
あ
る
」
と

い
う
従
来
広
く
信
じ
ら
れ
て
き
た
仮
説
に
疑
問

を
投
げ
か
け
、
よ
り
経
験
的
な
立
場
か
ら
こ
と

ば
の
問
題
に
取
り
組
み
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
ヒ

ト
と
い
う
種
に
固
有
の
生
得
的
能
力
が
存
在
す

る
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
言
語
や
文
法
の
雛
形
が
そ
の
中
に
あ

ら
か
じ
め
含
ま
れ
て
い
る
と
無
条
件
に
仮
定
す

る
こ
と
に
反
対
し
ま
す
。
基
本
的
認
知
能
力
を

持
っ
た
個
々
の
話
者
が
、
環
境
と
の
関
わ
り
合

い
の
中
で
、
表
現
形
式
と
意
味
と
の
有
機
的
結

合
を
見
出
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
に
こ
そ
言
語
の

本
質
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。

認
知
言
語
学
の
こ
の
よ
う
な
思
想
は
、
周
辺

の
学
問
領
域
と
の
接
点
を
多
く
も
た
ら
し
ま

す
。
言
語
を
「
閉
じ
た
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
で

は
な
く
、
基
本
的
認
知
能
力
と
い
う
「
開
か
れ

た
シ
ス
テ
ム
」
に
根
ざ
し
た
派
生
物
と
み
な
す

の
で
、
表
面
的
な
言
語
形
式
に
と
ど
ま
る
こ
と

な
く
、
理
論
的
な
広
が
り
を
持
つ
こ
と
が
で
き

る
の
で
す
。
実
際
、
認
知
言
語
学
に
お
け
る
理

論
的
概
念
の
多
く
は
、
哲
学
、
心
理
学
、
文
学

と
い
っ
た
、「
こ
こ
ろ
」
を
主
要
な
分
析
対
象

と
す
る
他
の
学
問
分
野
に
お
い
て
も
重
要
視
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
近
年
で
は
脳
科
学
や
計

算
機
科
学
と
の
関
連
性
も
注
目
さ
れ
て
い
ま

す
。し

か
し
、認
知
言
語
学
は
若
い
学
問
で
あ
り
、

応
用
と
い
う
面
で
は
ま
だ
十
分
な
成
果
が
出
て

い
る
と
言
え
ま
せ
ん
。
特
に
外
国
語
教
育
へ
の

応
用
に
関
し
て
は
相
当
の
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
具
体
的
な
方
法
論
を
提
案
し
た
研

究
は
ま
だ
少
な
い
よ
う
で
す
。
た
だ
し
、
こ
れ

は
認
知
言
語
学
が
外
国
語
教
育
に
対
し
て
さ
ほ

ど
貢
献
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

現
在
、
私
は
言
語
文
化
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

で
同
志
社
大
学
の
外
国
語
教
育
に
携
わ
っ
て
い

ま
す
が
、
認
知
言
語
学
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て

い
る
様
々
な
問
題
と
、
外
国
語
の
習
得
プ
ロ
セ

ス
に
お
い
て
観
察
さ
れ
る
事
象
と
の
間
に
は
注

目
す
べ
き
共
通
点
が
あ
る
こ
と
を
実
感
し
て
い

ま
す
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
ま
だ
整
理
さ
れ
て

は
い
な
い
も
の
の
、
日
々
の
研
究
教
育
活
動
の

中
で
強
く
感
じ
て
い
る
こ
と
の
一
部
を
「
覚
え

書
き
」
と
し
て
示
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

外
国
語
教
育
と
認
知
言
語
学
の
接
点

外
国
語
を
身
に
付
け
る
た
め
に
は
、
語
彙
や

■ 私の研究・私の授業 □

認知言語学と
外国語教育

長谷部陽一郎
（大学言語文化教育研究センター専任講師）



私
の
研
究
・
私
の
授
業

57

女
友
達
に
語
る
書
簡
体
小
説
で
あ
る
。
ヒ
ロ
イ

ン
は
、
父
親
の
勧
め
る
結
婚
相
手
に
反
発
し
、

別
の
男
性
と
恋
に
陥
る
が
、
さ
さ
い
な
誤
解
か

ら
相
手
の
男
性
は
、
彼
女
と
叔
父
と
の
仲
を
邪

推
し
、
絶
望
の
果
て
に
彼
女
の
前
か
ら
姿
を
消

す
。
ヒ
ロ
イ
ン
は
、
誤
解
を
解
く
べ
く
恋
人
を

追
っ
て
大
陸
ま
で
追
跡
し
、
最
後
は
誤
解
も
解

け
二
人
は
結
ば
れ
て
ハ
ピ
ー
・
エ
ン
ド
で
物
語

は
終
わ
る
。
こ
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
か

ら
、
こ
の
小
説
は
た
だ
の
ロ
マ
ン
ス
物
語
に
見

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
作
者
は
、
こ
の

物
語
の
中
に
い
く
つ
か
の
擬
装
を
仕
込
ん
で
い

る
。先

ず
第
１
の
擬
装
は
、
こ
の
物
語
が
、
ロ
マ

ン
ス
物
語
の
パ
ロ
デ
ィ
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ

る
。
人
物
設
定
が
、「
男
勝
り
な
」
ヒ
ロ
イ
ン

と
、「
女
々
し
い
」
ヒ
ー
ロ
ー
と
い
う
よ
う
に
、

通
常
の
ロ
マ
ン
ス
物
語
と
は
ま
っ
た
く
正
反
対

の
男
女
の
人
物
を
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ

マ
ン
ス
物
語
の
構
造
を
ま
っ
た
く
逆
転
さ
せ
て

い
る
。
例
え
ば
、
ヒ
ロ
イ
ン
と
叔
父
と
の
仲
を

邪
推
し
た
恋
人
は
、
一
方
的
な
絶
望
と
嫉
妬
か

ら
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
前
か
ら
姿
を
消
す
。
彼
は
真

相
を
突
き
止
め
よ
う
と
も
せ
ず
、
自
分
の
置
か

れ
た
状
況
か
ら
た
だ
逃
げ
る
こ
と
し
か
で
き
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

逃
げ
る
男
に
対
し
て
女
は
追
い
か
け
る
。
ヒ

ロ
イ
ン
は
、
彼
を
追
っ
て
大
陸
ま
で
行
く
が
、

彼
女
を
追
跡
に
駆
り
立
て
た
の
は
、
恋
人
へ
の

愛
情
と
い
う
よ
り
は
、
誤
解
を
受
け
た
自
身
の

身
の
潔
白
と
汚
名
を
晴
ら
し
た
い
と
い
う
一
念

で
あ
っ
た
。
実
に
勇
ま
し
い
心
根
で
あ
る
。
再

会
し
誤
解
が
解
け
た
時
も
、
男
は
、
ヒ
ロ
イ
ン

の
非
難
に
対
し
て
、「
自
分
の
犯
し
た
過
ち
へ

の
償
い
と
し
て
死
に
た
い
。
も
は
や
生
き
て
い

く
の
に
耐
え
ら
れ
な
い
」
と
軽
々
し
く
自
殺
を

口
に
す
る
の
に
対
し
て
、
女
は
、「
い
い
え
、

あ
な
た
は
生
き
て
、
過
ち
を
見
届
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
死
は
負
け
犬
へ
の
祝
福
で
あ
り
、

自
殺
は
過
大
な
自
己
愛
に
す
ぎ
な
い
」
と
敢
然

と
言
い
放
ち
、
理
性
的
に
男
を
説
教
す
る
。
こ

の
作
品
で
は
全
編
に
わ
た
っ
て
、「
男
勝
り
な
」

ヒ
ロ
イ
ン
が
、「
女
々
し
い
」
ヒ
ー
ロ
ー
を
完

璧
に
圧
倒
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
２
の
擬
装
は
、
書
簡
体
小
説
と
い
う
手
法

で
あ
る
。
ヒ
ロ
イ
ン
は
自
身
の
恋
の
顛
末
を
女

友
達
に
書
き
送
る
が
、
そ
の
手
紙
に
は
恋
人
に

書
き
送
る
の
と
は
ま
た
違
っ
た
、
女
の
本
音
が

満
載
さ
れ
て
い
る
。
女
友
達
か
ら
、「
一
、
二

度
し
か
会
っ
た
こ
と
の
な
い
男
性
に
、
会
い
に

来
さ
せ
る
な
ん
て
慎
み
に
欠
け
て
い
る
」
と
指

摘
さ
れ
る
と
、
自
分
が
出
す
ぎ
た
こ
と
は
認
め

る
も
の
の
、「
だ
っ
て
彼
を
そ
の
暮
ら
し
向
き

も
含
め
て
好
き
だ
っ
た
の
だ
も
の
」
と
、
女
の

現
実
的
な
本
音
を
語
る
。
作
者
は
書
簡
体
と
い

う
手
法
を
巧
み
に
使
っ
て
、
建
前
の
裏
に
あ
る

女
の
本
音
も
か
い
間
見
せ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
作
者
が
ま
と
っ
た
最
大
の
擬
装
は
、

パ
ロ
デ
ィ
や
書
簡
体
で
は
な
く
、
実
は
「
教
訓

小
説
」
と
い
う
こ
と
自
体
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
ヒ
ロ
イ
ン
が
決
し
て
男
に
屈
す
る
こ
と
な

く
、
処
女
性
を
守
り
通
し
、
最
後
に
結
婚
し
て

ハ
ピ
ー
・
エ
ン
ド
を
迎
え
る
と
い
う
「
教
訓
小

説
」
の
建
前
を
踏
襲
し
て
い
れ
ば
、
後
は
ど
れ

ほ
ど
ヒ
ロ
イ
ン
が
や
ん
ち
ゃ
を
し
て
も
、
世
間

か
ら
非
難
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
作
者
も
教
訓

小
説
作
家
と
し
て
の
面
目
を
保
つ
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
。

男
性
読
者
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
結
婚
と
い
う
形

で
収
束
す
る
、
表
面
上
保
守
的
な
物
語
に
、
た

い
し
て
疑
問
も
抱
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
一

方
の
女
性
読
者
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
自
由
闊
達
さ

や
、
男
性
が
や
っ
つ
け
ら
れ
る
様
を
思
う
存
分

楽
し
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
18
世
紀
の
女
性
作
家
の

作
品
は
、
書
き
手
に
と
っ
て
も
、
読
み
手
に
と

っ
て
も
重
層
的
で
、擬
装
に
満
ち
満
ち
て
い
て
、

解
き
明
か
し
て
い
く
の
が
実
に
面
白
い
の
で
あ

る
。

（
た
ま
だ
　
よ
し
こ
）
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18
世
紀
英
文
学
と
女
性
作
家

か
つ
て
私
が
英
文
学
科
の
学
生
だ
っ
た
時
、

英
文
学
史
の
授
業
で
は
、
18
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス

小
説
で
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
と
フ
ィ
ー
ル
デ

ィ
ン
グ
、
ス
タ
ー
ン
と
ス
モ
ー
レ
ッ
ト
と
が

「
小
説
と
い
う
戦
車
の
四
輪
」（
ジ
ョ
ー
ジ
・
セ

イ
ン
ツ
ベ
リ
）
と
な
っ
て
い
た
と
、
比
喩
を
使

っ
て
教
わ
っ
た
の
を
今
も
覚
え
て
い
る
が
、
18

世
紀
の
女
性
作
家
に
つ
い
て
教
え
ら
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
時
代
は
１
９
７
０
年
代
中
頃
で

あ
り
、
欧
米
で
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研
究
の
走
り

の
頃
で
あ
っ
た
が
、
遠
い
日
本
ま
で
は
届
か

ず
？
そ
の
後
最
近
に
な
っ
て
、
や・

っ・

と・

マ
イ
ナ

ー
な
女
性
作
家
に
も
光
が
当
て
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
（
私
も
微
力
な
が
ら
当
て
て
い
る

つ
も
り
で
あ
る
）。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研
究
そ
の

も
の
は
８
０
年
代
、
９
０
年
代
に
盛
り
を
見
た

が
、
肝
心
の
女
性
作
家
の
作
品
が
、
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
で
は
な
く
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を

焼
い
た
も
の
で
も
な
く
、
現
代
の
活
字
印
刷
で

手
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ご
く
最
近
の

こ
と
な
の
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
ら
の
作
品
も
、

最
近
で
は
電
子
テ
ク
ス
ト
出
版
に
よ
り
簡
単
に

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
た
り
も
す
る
。

18
世
紀
の
女
性
作
家
人
口
は
お
お
よ
そ
１
７

０
人
に
達
す
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
１
０
０

年
の
間
に
１
７
０
人
と
い
う
数
は
、
多
い
の
か

少
な
い
の
か
判
断
に
困
る
が
、
そ
の
う
ち
名
前

が
残
っ
て
い
る
も
の
、
さ
ら
に
作
品
が
残
っ
て

い
る
も
の
の
数
は
ま
す
ま
す
限
ら
れ
て
い
く
。

当
時
の
イ
ギ
リ
ス
は
父
権
制
社
会
で
あ
り
、
書

く
と
い
う
作
家
行
為
は
、
本
来
男
性
領
域
に
属

す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
女
性

作
家
と
い
う
存
在
は
、い
わ
ば
特
殊
で
あ
っ
た
。

平
た
く
言
え
ば
、「
女
だ
て
ら
に
」
書
く
と
い

う
こ
と
は
、そ
れ
だ
け
で
世
間
の
謗
り
を
受
け
、

偏
見
に
満
ち
た
ま
な
ざ
し
で
見
ら
れ
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
女
性
作
家
た
ち
は
、
世
間

か
ら
の
非
難
を
回
避
す
る
た
め
に
何
ら
か
の
戦

略
、
い
わ
ば
「
擬
装
」
を
必
要
と
し
た
の
で
あ

る
。
自
分
の
本
名
を
証
さ
ず
、「
一
婦
人
」
と

し
て
匿
名
出
版
す
る
の
も
そ
の
一
つ
で
あ
る

し
、
作
品
の
序
文
で
、
こ
と
さ
ら
自
分
の
作
品

の
道
徳
性
を
強
調
す
る
の
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ

た
。
だ
が
、「
擬
装
」
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

作
品
そ
の
も
の
に
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

女
性
作
家
の
「
擬
装
」
あ
れ
こ
れ

例
え
ば
、
メ
ア
リ
ー
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
（
１
６

７
４
―
１
７
３
２
年
）
と
い
う
女
性
作
家
の

『
一
婦
人
の
物
語
』（
１
７
０
０
年
）
は
、
ヒ
ロ

イ
ン
が
自
分
の
恋
の
顛
末
を
、
手
紙
を
通
し
て

■ 私の研究・私の授業 □
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日
本
の
家
族
も
含
ま
れ
て
い
る
。
日
本
の
モ
ノ

は
驚
く
ほ
ど
の
多
さ
で
、
自
分
た
ち
の
暮
ら
し

を
ふ
り
か
え
る
機
会
に
も
な
る
。
そ
し
て
30
ヵ

国
の
位
置
や
地
域
区
分
を
、
面
積
の
正
し
い
白

地
図
で
確
認
し
た
後
、『
地
球
家
族
』
か
ら
ど

ん
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
っ
た
か
を
レ
ポ
ー

ト
す
る
。
一
連
の
活
動
を
通
し
て
、
生
徒
た
ち

は
地
球
上
の
多
様
な
暮
ら
し
、
価
値
観
の
相
違

点
や
共
通
点
、
さ
ら
に
地
域
や
世
界
が
直
面
す

る
問
題
に
実
に
よ
く
気
づ
い
て
い
る
。

「
多
み
ん
ぞ
く
ニ
ホ
ン
」

こ
の
単
元
は
、
２
０
０
４
年
に
国
立
民
族
学

博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
特
別
展
「
多
み
ん
ぞ
く

ニ
ホ
ン
―
在
日
外
国
人
の
く
ら
し
―
」
を
参
考

に
し
て
い
る
。
授
業
内
容
は
毎
年
少
し
ず
つ
変

化
し
て
い
る
が
、
変
わ
ら
ず
授
業
の
中
心
に
据

え
て
い
る
の
が
生
徒
の
課
題
発
表
で
あ
る
。
２

０
０
４
・
２
０
０
５
年
度
の
取
り
組
み
つ
い
て

は
『
国
立
民
族
学
博
物
館
報
告
』（
２
０
０
６

年
刊
行
予
定
）
に
ま
と
め
た
。

発
表
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
生
徒
が
実
際

の
社
会
の
中
か
ら
探
し
出
し
や
す
い
よ
う
に
具

体
的
な
調
査
対
象
を
多
数
あ
げ
て
説
明
し
て
い

る
。
大
き
く
分
け
る
と
、
今
年
は
①
多
民
族
化

の
過
程
、
②
在
日
外
国
人
が
集
住
す
る
地
域
、

③
外
国
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
人
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト

リ
ー
、
④
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
国
際
交
流
協
会
の
多
文
化

共
生
社
会
を
つ
く
る
た
め
の
活
動
、
⑤
民
族
学

校
や
夜
間
中
学
と
な
る
。

発
表
の
準
備
と
し
て
、
図
書
室
で
全
員
が
パ

ソ
コ
ン
を
使
え
る
時
間
を
設
け
て
い
る
が
、
そ

の
最
初
に
司
書
教
諭
の
先
生
か
ら
、
情
報
化
社

会
の
中
で
の
調
べ
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
と
注
意
点

を
説
明
し
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
生
徒
が
実

際
に
現
地
に
足
を
運
び
体
感
す
る
こ
と
を
支
援

す
る
た
め
、
生
野
コ
リ
ア
タ
ウ
ン
、
神
戸
南
京

町
、
バ
ザ
ー
ル
カ
フ
ェ
へ
は
引
率
も
す
る
。
そ

こ
で
働
く
人
に
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
う
時
、
私

自
身
も
毎
回
新
し
い
発
見
が
あ
り
、
つ
く
づ
く

多
く
の
人
に
支

え
ら
れ
て
成
り

立
っ
て
い
る
授

業
だ
と
思
う
。

さ
ら
に
外
国
に

ル
ー
ツ
を
持
つ

生
徒
の
中
に

は
、
自
分
自
身

に
つ
い
て
誇
り

を
持
っ
て
語
っ

て
く
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
自
分
た
ち
の
こ
と
と
し

て
学
習
を
深
め
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

そ
の
他
、
こ
の
授
業
に
合
わ
せ
て
韓
国
や
中

国
や
ブ
ラ
ジ
ル
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
人
や
、
滞
日

外
国
人
支
援
を
行
う
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
人
な
ど
に
、
２

年
生
の
学
年
礼
拝
の
奨
励
を
お
願
い
し
て
き
た
。

こ
の
単
元
を
通
し
て
違
い
か
ら
生
ま
れ
る
豊

か
さ
に
気
づ
い
た
り
、
違
い
を
認
め
合
い
多
様

な
人
々
が
共
生
で
き
る
社
会
を
願
っ
て
活
動
し

て
い
る
人
た
ち
と
出
会
っ
て
欲
し
い
。

こ
れ
か
ら

私
自
身
の
問
題
意
識
が
ア
ジ
ア
各
地
を
訪
ね

る
中
で
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
や
、
開
発
教
育
が

世
界
の
「
南
」
と
「
北
」
の
格
差
を
考
え
る
こ

と
か
ら
始
ま
っ
た
経
緯
も
あ
っ
て
、
日
本
地
理

を
中
心
と
す
る
授
業
に
つ
い
て
は
試
行
錯
誤
を

続
け
て
い
る
。
ま
た
、
国
や
地
域
の
文
化
を
越

え
て
、
一
人
ひ
と
り
が
も
つ
背
景
を
「
文
化
」

と
捉
え
た
時
、
公
民
的
分
野
で
の
展
開
も
考
え

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
学
習
し
た
こ
と
が
、
や
が
て

そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
現
場
に
生
か
さ
れ
、
多
文
化

共
生
社
会
を
つ
く
る
一
人
と
な
る
よ
う
な
授
業

を
つ
く
っ
て
い
け
た
ら
と
思
う
。

（
お
だ
　
ゆ
き
え
）
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は
じ
め
に

同
志
社
中
学
で
は
、
週
に
２
時
間
ず
つ
２
年

間
に
わ
た
っ
て
地
理
的
分
野
を
学
習
し
て
い

る
。
１
年
生
は
世
界
地
理
、
２
年
生
は
日
本
地

理
を
中
心
に
授
業
を
行
い
、
大
学
時
代
か
ら
地

理
学
で
学
ん
で
き
た
こ
と
に
加
え
、
の
ち
に
開

発
教
育
で
学
ん
だ
公
正
な
社
会
を
実
現
す
る
市

民
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
、
２
年
間

の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
構
成
し
て
い
る
。
各
学
年

か
ら
一
つ
ず
つ
授
業
を
取
り
上
げ
紹
介
し
た
い
。

「
地
球
家
族
」

こ
の
単
元
は
、
ピ
ー
タ
ー
・
メ
ン
ツ
ェ
ル
を

代
表
と
す
る
チ
ー
ム
が
作
成
し
た
『
地
球
家
族

―
世
界
30
カ
国
の
ふ
つ
う
の
暮
ら
し
―
』(

Ｔ

Ｏ
Ｔ
Ｏ
出
版)

を
も
と
に
し
て
い
る
。
こ
の
本

で
は
、
世
界
の
国
々
か
ら
30
カ
国
を
選
び
、
そ

れ
ら
の
国
に
お
け
る
中
流
家
庭
を
探
し
出
し
て

協
力
を
依
頼
し
、
外
に
出
し
た
家
の
中
の
全
て

の
モ
ノ
を
背
景
に
、
家
族
全
員
が
１
枚
の
写
真

に
お
さ
ま
っ
て
い
る
。

授
業
の
最
初
は
、
あ
ら
か
じ
め
選
ん
で
お
い

た
８
カ
国
の
写
真
を
用
い
て
「
も
し
も
ホ
ー
ム

ス
テ
イ
す
る
な
ら
」
と
い
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
行
う
。
生

徒
は
、
８
グ

ル
ー
プ
に
し

た
机
に
置
か

れ
た
写
真
を

自
由
に
見
な

が
ら
、
自
分

が
ホ
ー
ム
ス

テ
イ
し
た
い

家
族
の
写
真

を
選
ぶ
。
同
じ
写
真
を
選
ん
だ
メ
ン
バ
ー
で

「
写
真
の
中
に
あ
る
も
の
で
、
あ
な
た
の
家
に

な
い
も
の
」「
家
族
が
大
切
に
し
て
い
る
と
思

う
も
の
」
な
ど
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
複
数
の
質
問

に
そ
っ
て
写
真
を
読
み
取
る
。
こ
れ
は
１
枚
の

写
真
が
語
る
こ
と
を
話
し
合
う
フ
ォ
ト
ラ
ン
ゲ

ー
ジ
と
い
う
手
法
で
あ
る
。
次
に
そ
の
内
容
を

グ
ル
ー
プ
ご
と
に
発
表
し
、
こ
の
時
、
本
に
書

か
れ
た
詳
細
な
情
報
か
ら
生
徒
の
質
問
に
答
え

た
り
、
生
徒
に
学
習
し
て
欲
し
い
内
容
を
盛
り

込
ん
で
説
明
を
加
え
る
。
以
上
は
、
関
発
教
育

研
究
会
（
関
西
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
）
で
の
学
び

を
参
考
に
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
残
り
22
カ
国
の
家
族
の
写
真
も
貼

り
出
し
て
観
察
す
る
。
こ
こ
に
は
紛
争
地
域
や
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う
。
子
ど
も
た
ち
に
今
、
体
験
を
通
し
て
伝
え

た
い
こ
と
の
一
つ
が
、
こ
のJa

p
a
n
e
s
e

ro
o
m

に
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。

自
由
に
学
ぶ
英
語
の
時
間

毎
日
20
分
と
週
１
回
40
分
の
英
語
の
時
間
が

あ
り
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
興
味
を
持
っ
て
い

る
こ
と
、
学
び
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
を
授

業
に
取
り
入
れ
る
と
、
子
ど
も
た
ち
の
瞳
が
元

気
に
輝
き
、
あ
っ
と
い
う
間
に
時
間
が
過
ぎ
て

い
き
ま
す
。
毎
日
20
分
の
時
間
は
、
子
ど
も
た

ち
に
と
っ
て
、「
え
ぇ
ぇ
、
も
う
終
わ
り
？
」

と
い
う
感
覚
で
英
語
を
学
べ
る
ち
ょ
う
ど
よ
い

時
間
で
す
。
毎
日
ネ
イ
テ
ィ
ブ
教
員
と
会
え
る

機
会
が
あ
る
こ
と
で
、
外
国
の
文
化
や
人
々
に

も
自
然
に
接
す
る
姿
勢
を
持
ち
始
め
て
い
ま
す
。

週
１
回
40
分
の
時
間
は
、
日
々
の
学
習
の
展

開
活
動
や
季
節
ご
と
の
行
事
、
外
国
や
日
本
の

習
慣
・
伝
統
・
文
化
を
学
び
比
較
す
る
な
ど
学

習
内
容
は
多
様
で
す
。

同
志
社
小
学
校
に
は
教
室
だ
け
で
な
く
、
ゆ

っ
た
り
と
し
た
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
、
教
室
内

の
デ
ン
（
隠
れ
家
）
や
図
書
室
の
読
み
聞
か
せ

の
部
屋
等
、
伸
び
伸
び
と
学
べ
る
空
間
が
随
所

に
あ
り
ま
す
。
時
に
は
歩
き
な
が
ら
異
学
年
の

友
達
や
教
職
員
と
英
語
で1

h
ello
!2

と
挨
拶

を
交
わ
し
た
り
、
時
に
は
学
ん
だ
こ
と
を
ノ
ー

ト
に
絵
で
描
い
た
り
、
時
に
は
思
い
思
い
に
座

っ
て
本
の
読
み
聞
か
せ
に
夢
中
に
な
り
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
は
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
教
員
に
本
を
読

ん
で
も
ら
う
時
間
が
大
好
き
の
よ
う
で
す
。
世

界
中
の
子
ど
も
た
ち
に
読
ま
れ
て
い
る
本
を
読

み
、
い
つ
か
外
国
の
お
友
だ
ち
と
同
じ
本
の
話

に
花
が
咲
く
、
そ
ん
な
子
ど
も
に
な
っ
て
ほ
し

い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

ど
の
空
間
で
ど
の
学
び
を
す
れ
ば
、
子
ど
も

た
ち
が
一
番
輝
い
て
い
る
だ
ろ
う
と
考
え
な
が

ら
授
業
を
作
り
出
す
時
、
私
は
わ
く
わ
く
し
ま

す
。
そ
ん
な
時
、
私
自
身
が
小
学
生
の
頃
に
戻

っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
授
業
の
た
め
に
は
、

子
ど
も
と
向
き
合
う
と
き
と
同
様
に
ネ
イ
テ
ィ

ブ
教
員
と
の
話
し
合
い
の
時
間
も
大
切
で
す
。

小
学
校
の
英
語
の
時
間
の
方
向
性
を
十
分
に
理

解
し
、
共
に
授
業
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
様
々

な
国
か
ら
の
ネ
イ
テ
ィ
ブ
教
員
の
仲
間
に
め
ぐ

り
合
え
た
こ
と
も
大
き
な
恵
み
で
す
。
教
員
も

子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
楽
し
ん
で
い
る
、
こ
れ

が
子
ど
も
た
ち
に
伝
わ
っ
て
こ
そ
楽
し
い
授
業

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

６
年
生
に
な
っ
た
ら
ア
ー
モ
ス
ト
へ
行
こ
う

同
志
社
に
は
ど
ん
な
英
語
の
教
科
書
に
も
載

っ
て
い
な
い
教
え
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
新
島

襄
の
生
き
方
、
情
熱
と
志
で
す
。
子
ど
も
た
ち

は
新
島
先
生
を
も
っ
と
知
り
た
い
、
新
島
先
生

の
よ
う
に
外
国
に
つ
い
て
学
び
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
に
は
、
６
年
生
で
ア
ー

モ
ス
ト
を
訪
問
す
る
目
標
が
あ
り
ま
す
。「
ア

ー
モ
ス
ト
の
お
友
達
と
早
く
英
語
で
話
し
た

い
」「
日
本
の
こ
と
を
教
え
て
あ
げ
た
い
」
な

ど
子
ど
も
た
ち
の
英
語
を
学
び
た
い
と
い
う
気

持
ち
は
明
確
で
、
限
り
な
い
好
奇
心
や
可
能
性

に
は
驚
き
ま
す
。

私
は
５
月
に
修
学
旅
行
地
視
察
の
た
め
、
ア

ー
モ
ス
ト
を
訪
れ
ま
し
た
。
私
が
学
生
時
代
に

ボ
ス
ト
ン
こ
ど
も
博
物
館
で
購
入
し
た
マ
ス
コ

ッ
トA

rth
u
r

を
子
ど
も
た
ち
に
紹
介
し
、
み

ん
な
の
代
わ
り
に
一
緒
に
連
れ
て
行
く
こ
と
を

伝
え
ま
し
た
。
道
中A

rth
u
r

と
記
録
写
真
を

撮
り
、
帰
国
後
、
旅
の
様
子
と
と
も
に
子
ど
も

た
ち
に
報
告
を
し
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、

海
を
渡
っ
て
き
たA

rth
u
r

に
「
お
帰
り
」、
と

声
を
か
け
て
く
れ
ま
し
た
。
今
度
は
自
分
た
ち

が
、
ア
ー
モ
ス
ト
へ
行
く
こ
と
を
楽
し
み
に
し

て
い
ま
す
。

国
内
で
で
き
る
国
際
交
流
と
し
て
、
同
志
社

大
学
の
留
学
生
を
授
業
に
招
い
て
の
交
流
も
始

め
ま
し
た
。
留
学
生
と
一
緒
に
作
っ
た
七
夕
飾

り
、
子
ど
も
た
ち
の
願
い
事
は
届
い
た
で
し
ょ

う
か
。
今
後
、
近
隣
諸
国
の
方
々
と
も
交
流
を

広
げ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

創
立
１
３
１
年
目
の
小
学
校
開
校
。
同
志
社

の
歴
史
の
中
で
ま
だ
０
歳
の
小
学
校
。
種
は
蒔

か
れ
た
ば
か
り
で
す
。
子
ど
も
た
ち
が
同
志
社

精
神
の
大
き
な
幹
に
成
長
す
る
ま
で
、
見
守
っ

て
く
だ
さ
い
。

（
ふ
り
も
と
　
あ
り
さ
）
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Jap
an
ese

ro
o
m

で
学
び
合
っ
た
こ
と

開
校
ま
も
な
い
あ
る
日
の
英
語
の
時
間
、

「D
a
vis
1

」「H
a
rd
y
1

」「L
ea
rn
ed
1

」

「P
rin
cip
al ,s

ro
o
m

」「C
h
ap
el

」
…
な
ど

の
教
室
名
を
学
び
な
が
ら
、
学
校
を
探
検
し
た

時
の
こ
と
で
す
。
私
は
和
室
の
前
で
子
ど
も
た

ち
に
日
本
語
で
問
い
か
け
ま
し
た
「
こ
こ
は
和

室
で
す
。
こ
の
部
屋
は
ど
う
し
て
和
室
と
い
う

の
で
し
ょ
う
」。
子
ど
も
た
ち
が
次
々
に
答
え

ま
し
た
「
こ
こ
に
集
ま
る
人
は
み
ん
な
わ
ぁ
〜

っ
と
嬉
し
い
気
持
ち
に
な
れ
る
か
ら
」「
中
で

輪
に
な
っ
て
座
る
か
ら
」「
平
和
の
和
。
平
和

に
な
れ
る
か
ら
」「
和
っ
て
日
本
の
こ
と
ち
ゃ

う
。
日
本
の
物
に
は
何
で
も
和
っ
て
つ
い
て
る

や
ん
」。
子
ど
も
た
ち
が
十
分
話
し
あ
っ
た
と

こ
ろ
で
、1
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h
is
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a
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o
m
.2

続
い
て
「
和
室
と
教
室
と
の
違
い
は
ど
う
で
し
ょ

う
」
と
尋
ね
る
と
、「
靴
を
脱
ぐ
」「
走
っ
た
り
や

か
ま
し
く
し
な
い
」「
畳
の
中
に
お
湯
を
沸
か
す

と
こ
ろ
が
あ
る
」「
床
の
間
が
あ
る
」。
次
に
こ
う

問
い
か
け
ま
し
た
「
こ
の
よ
う
な
部
屋
は
外
国
に

も
あ
る
と
思
い
ま
す
か
」。
一
人
が
こ
う
言
い
ま

し
た
「
ぼ
く
の
家
に
は
な
い
け
ど
、
お
じ
い
ち
ゃ

ん
の
家
に
は
あ
る
」。
私
が
「
外
国
で
は
、
家
の

中
で
も
そ
の
ま
ま
靴
を
履
い
て
暮
ら
し
て
い
る
国

が
あ
り
ま
す
よ
」
と
付
け
加
え
る
と
、
子
ど
も
た

ち
か
ら
「
え
ぇ
ぇ
ぇ
ぇ
！
」
と
悲
鳴
の
よ
う
な
驚

き
の
声
が
上
が
り
ま
し
た
。「
先
生
、
畳
は
靴
で

あ
が
れ
へ
ん
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
畳
の
部
屋
は
日
本

に
し
か
な
い
か
も
し
れ
へ
ん
」

1
L
et
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私
の
英
語
の
ひ
と
こ

と
で
子
ど
も
た
ち
は
靴
を
脱
ぎ
、
ち
ゃ
ん
と
揃

え
て
和
室
へ
入
っ
て
い
き
ま
し
た
。
す
ぐ
に
座

る
か
と
思
い
き
や
、和
室
を
ぐ
る
ぐ
る
見
回
し
、

床
の
間
の
掛
軸
を
眺
め
、「
何
が
書
い
て
あ
る

ん
や
ろ
」。
観
察
が
終
わ
る
と
自
然
に
炉
の
周

り
に
座
っ
て
い
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
の
あ
り

の
ま
ま
の
様
子
は
、
ま
さ
に
茶
道
の
所
作
に
見

え
ま
し
た
。
部
屋
に
は
イ
グ
サ
の
香
り
が
漂
っ

て
い
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
が
「
先
生
、
こ
の

部
屋
え
え
匂
い
が
す
る
な
。
草
の
匂
い
が
す

る
」。
一
人
が
付
け
加
え
ま
し
た
。「
畳
の
匂
い

や
。
ほ
ら
！
」
畳
に
鼻
を
近
づ
け
て
匂
い
を
か

い
で
み
せ
ま
し
た
。
次
の
瞬
間
、
全
員
が
鼻
を

近
づ
け
て
く
ん
く
ん
く
ん
。
そ
の
姿
が
あ
ま
り

に
も
可
愛
ら
し
く
、
私
も
思
わ
ず
く
ん
く
ん
く

ん
。「
先
生
、
ア
ー
モ
ス
ト
の
お
友
達
は
こ
の

匂
い
か
が
は
っ
た
こ
と
あ
る
の
か
な
ぁ
。
も
し

小
学
校
に
来
は
っ
た
ら
、
こ
の
匂
い
か
が
せ
て

あ
げ
よ
な
」「
わ
た
し
は
こ
こ
で
お
茶
を
点
て

て
あ
げ
た
い
な
」「
わ
た
し
は
カ
ル
タ
を
し
た

い
」。
子
ど
も
た
ち
の
夢
が
次
々
と
膨
ら
み
ま

し
た
。
私
は
、
子
ど
も
た
ち
が
外
国
の
言
語
や

文
化
を
学
ぶ
こ
と
と
同
様
、
日
本
の
暮
ら
し
や

文
化
を
継
承
す
る
こ
と
も
大
切
だ
と
思
い
続
け

て
き
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
が
暮
ら
す
日
本
、

京
都
は
こ
れ
か
ら
ど
う
な
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
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